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サ
ク
ラ
と
い
え
ば
、
約
100
年
前
に
日
本

か
ら
米
国
に
贈
ら
れ
、
今
な
お
国
民
に
愛

さ
れ
て
い
る
「
ワ
シ
ン
ト
ン
の
桜
」
の
台

木
を
生
産
し
た
の
が
東
野
の
農
家
だ
っ

た
。

　

生
産
者
た
ち
は
、
ウ
メ
輪
紋
病
被
害
か

ら
の
再
生
を
図
る
べ
く
、
ま
た
長
年
培
わ

れ
て
き
た
接
ぎ
木
技
術
を
衰
え
さ
せ
ず
、

東
野
・
大
野
の
伝
統
を
次
世
代
に
継
承
し

て
い
き
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
、
１
本
の

木
に
３
色
の
花
が
咲
く
サ
ク
ラ
の
盆
栽
の

開
発
に
動
き
出
し
た
。

　

研
究
重
ね
て
満
開
に

　

試
作
は
平
成
26
年
10
月
に
行
わ
れ
た
。

台
木
と
穂
木
そ
れ
ぞ
れ
の
熟
成
度
や
気
候

め
、
マ
イ
ヤ
ー
レ
モ
ン
な
ど
の
柑
橘
系
果

樹
や
オ
リ
ー
ブ
、
サ
ツ
マ
イ
モ
な
ど
別
の

品
目
の
栽
培
へ
と
転
換
を
図
っ
た
。

　

技
術
活
か
す
新
商
品
の
開
発
へ

　

そ
の
よ
う
な
努
力
を
続
け
る
な
か
、
東

野
・
の
生
産
者
た
ち
に
一
筋
の
光
明
が
見

え
た
。
サ
ク
ラ
が
平
成
25
年
12
月
に
規
制

の
対
象
か
ら
外
さ
れ
た
の
だ
。

た
。
南
京
桃
と
は
、
ハ
ナ
モ
モ
の
台
木
に

接
ぎ
木
し
て
赤
・
白
・
ピ
ン
ク
の
３
色
の

花
を
咲
か
せ
る
観
賞
用
の
モ
モ
で
、
さ
ら

に
枝
を
曲
げ
る
技
法
に
よ
っ
て
「
枝し

垂だ

れ

桃
」
に
し
た
商
品
だ
。
大
道
芸
の
「
南
京

玉
す
だ
れ
」
の
よ
う
に
見
え
る
の
が
名
前

の
由
来
と
い
う
。

　

伊
丹
の
温
暖
な
気
候
と

土
質
が
栽
培
に
適
し
て
い

た
こ
と
や
、
東
野
・
大
野

地
区
が
苗
木
生
産
や
接
ぎ

木
の
技
術
に
優
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
盛
ん
に
作
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
、
南
京
桃

の
生
産
量
は
全
国
シ
ェ
ア

の
９
割
を
占
め
て
い
た
。

　

ウ
メ
輪
紋
病
の
被
害

　

し
か
し
、
平
成
24
年

（
２
０
１
２
）
７
月
に
ウ

メ
輪
紋
病
の
発
生
が
確
認

さ
れ
、
一
帯
は
農
林
水
産

省
に
よ
り
緊
急
防
除
区
域

に
指
定
さ
れ
た
。
生
産
者

た
ち
は
断
腸
の
思
い
で
ウ

メ
・
モ
モ
類
を
廃
棄
処
分

し
、
盆
栽
梅
や
南
京
桃
の

生
産
中
止
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
。

　

主
要
商
品
で
あ
っ
た
ウ

メ
・
モ
モ
が
栽
培
で
き
な

く
な
っ
た
生
産
者
た
ち

は
、
農
業
経
営
継
続
の
た

　

市
の
特
産
品
だ
っ
た

　「
南
京
桃
」

　

東
野
・
大
野
地
区
の
農
家

は
こ
れ
ま
で
、
盆
栽
梅
と
南

京
桃
を
主
要
商
品
に
し
て
き

な
ど
か
ら
接
ぎ
木
を
す
る
の
に
最
適
な
時

期
を
見
極
め
、
さ
ら
に
ど
の
品
種
を
組
み

合
わ
せ
る
の
か
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
台
木
の

ど
こ
に
接
ぐ
の
が
い
い
か
、
試
行
錯
誤
を

重
ね
た
。

　

そ
し
て
つ
い
に
試
作
開
始
か
ら
３
年
、

マ
ザ
ク
ラ
を
台
木
に
カ
ワ
ヅ
ザ
ク
ラ
、
ハ

ヤ
ザ
キ
オ
オ
シ
マ
、
オ
カ
メ
と
い
う
早
咲

き
の
３
品
種
を
組
み
合
わ
せ
た
盆
栽
が
、

こ
の
３
月
に
み
ご
と
花
を
咲
か
せ
た
。
濃

紅
、
白
、
ピ
ン
ク
と
い
う
３
色
の
花
が
咲

き
誇
る
、
南
京
桃
の
よ
う
な
サ
ク
ラ
だ
。

こ
の
成
功
は
、
東
野
の
生
産
者
た
ち
に
春

を
呼
び
込
ん
だ
。

　
「
ウ
メ
・
モ
モ
・
サ
ク
ラ
等
生
産
者
の
会
」

会
長
の
久
保
吉
昭
さ
ん
（
53
）
は
「
多
色

咲
き
の
サ
ク
ラ
の
盆
栽
が
商
品
と
な
る
の

は
お
そ
ら
く
初
め
て
。
実
際
に
販
売
で
き

る
よ
う
に
な
る
ま
で
３
年
は
か
か
る
と
思

う
が
、
さ
ら
に
研
究
を
重
ね
て
生
育
を
安

定
さ
せ
、
新
た
な
主
要
商
品
に
し
て
い
き

た
い
」
と
力
強
く
話
し
て
い
る
。

　

東
野
・
大
野
の
伝
統
を
誇
る
伊
丹
の
特

産
品
と
し
て
、
全
国
に
出
荷
さ
れ
る
日
が

待
ち
遠
し
い
。

　
大
坪
高
樹
・
市
農
業
政
策
課
長　

伊
丹

と
縁
の
深
い
サ
ク
ラ
で
、
新
商
品
の
開
発

が
成
功
し
て
う
れ
し
い
。
こ
の
開
発
を
通

じ
て
接
ぎ
木
の
技
術
が
継
承
さ
れ
、ウ
メ
・

モ
モ
の
栽
培
が
再
開
さ
れ
る
と
き
に
は
ま

た
盆
栽
梅
と
南
京
桃
の
産
地
と
し
て
復
活

す
る
こ
と
を
待
ち
望
ん
で
い
ま
す
。

　

ウ
メ
輪
紋
病
の
た
め
、
４
年
前
に
す
べ

て
の
梅
が
伐
採
さ
れ
た
緑
ケ
丘
公
園
の
梅

林
跡
地
に
、
29
品
種
108
本
の
サ
ク
ラ
が
植

栽
さ
れ
た
。
順
調
に
成
長
す
れ
ば
５
～
10

年
後
に
は
見
頃
を
迎
え
る
と
い
う
。
将
来

的
に
は
昆
陽
池
公
園
、
瑞
ケ
池
公
園
と
と

も
に
桜
の
回
廊
と
し
て
、
伊
丹
の
新
た
な

名
所
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　

市
内
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
ウ
メ
の
苗
か

ら
ウ
メ
輪
紋
病
が
確
認
さ
れ
た
の
は
、
平

成
24
年
（
２
０
１
２
）
７
月
。
そ
の
後
、

平
成
26
年
に
は
緑
ケ
丘
公
園
の
梅
林
か
ら

も
感
染
木
が
確
認
さ
れ
、
市
は
国
・
県
と

協
議
の
上
、
感
染
拡
大
を
防
ぐ
た
め
、
翌

年
３
月
に
30
年
余
り
市
民
に
親
し
ま
れ
て

き
た
梅
林
の
ウ
メ
379
本
を
す
べ
て
伐
採
し

た
。

　

市
は
、
梅
林
跡
地
を
再
整
備
す
る
に
あ

た
り
、
新
た
に
植
栽
す
る
樹
種
を
平
成
27

年
７
月
の
「
広
報
伊
丹
」
な
ど
で
市
民
に

公
募
し
、
最
も
意
見
が
多
か
っ
た
サ
ク
ラ

を
中
心
と
し
た
花
木
を
植
栽
す
る
こ
と
に

決
定
、
翌
年
９
月
か
ら
整
備
工
事
を
進
め

た
。
今
年
３
月
20
日
に
は
植
樹
イ
ベ
ン
ト

を
開
催
し
、
サ
ク
ラ
の
苗
木
約
40
本
を
植

栽
し
た
。

　

植
樹
イ
ベ
ン
ト
に
は
、
市
が
募
集
し
た

市
民
や
市
民
団
体
か
ら
総
勢
約
160
人
の
参

加
者
が
あ
っ
た
。
今
後
は
樹
木
管
理
を
行

う
市
民
サ
ポ
ー
タ
ー
を
募
集
し
、
サ
ク
ラ

へ
の
愛
着
を
深
め
る
と
と
も
に
、
市
民
交

流
の
場
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

　

植
栽
さ
れ
た
サ
ク
ラ
の
中
に
は
、
日
本

３
大
植
木
産
地
の
地
域
の
１
つ
と
称
さ
れ

る
、
本
市
東
野
地
区
の
高
い
苗
木
生
産
技

術
を
象
徴
す
る
サ
ク
ラ
で
、
約
100
年
前
に

日
本
か
ら
米
国
に
贈
ら
れ
、
現
在
も
ワ
シ

ン
ト
ン
・
ポ
ト
マ
ッ
ク
河
畔
に
花
を
咲
か

せ
て
い
る
「
日
米
友
好
の
桜
」
の
子
孫
樹

の
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
も
含
ま
れ
る
。
カ
ワ
ヅ

ザ
ク
ラ
な
ど
２
月
下
旬
に
開
花
す
る
早
咲

き
の
も
の
か
ら
、
オ
オ
ム
ラ
ザ
ク
ラ
な
ど

４
月
下
旬
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
遅
咲
き
の

も
の
ま
で
、
約
２
カ
月
間
楽
し
め
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
濃
紅
、
薄
紅
、
白
、

黄
緑
色
な
ど
花
の
色
も
多
彩
な
サ
ト
ザ
ク

ラ
、
香
り
を
楽
し
め
る
ハ
ル
メ
キ
ザ
ク
ラ

な
ど
も
あ
る
。

　

ま
た
、
園
路
は
車
い
す
や
ベ
ビ
ー
カ
ー

で
も
散
策
で
き
る
よ
う
整
備
さ
れ
、
桜
が

成
長
す
れ
ば
、
池
に
沿
っ
て
植
栽
さ
れ
た

サ
ク
ラ
が
水
面
に
映
る
景
色
も
楽
し
め

る
。

　

植
樹
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
た
小
学
５
年

の
水も
ん

取ど
り

愛あ

稀き

さ
ん
（
11
）
は
「
今
日
植
え

た
桜
が
い
つ
か
満
開
に
な
っ
て
、
こ
こ
に

来
る
人
達
を
笑
顔
に
で
き
た
ら
い
い
な
と

思
う
」
と
話
し
て
い
る
。

　

伊
丹
の
伝
統
技
術
を
後
世
に
伝
え
る
と

と
も
に
緑
ケ
丘
公
園
の
新
し
い
シ
ン
ボ
ル

と
な
る
よ
う
市
民
の
力
で
守
り
育
て
て
い

き
た
い
。

サクラの苗木を植樹する市民ら＝緑ケ丘公園で

開花した多色咲きのサクラを見る久保さん＝久保農園（伊丹市東野）で

　
１
本
の
木
か
ら
３
色
の
花
が
咲
く
サ
ク
ラ
の
盆
栽
の
開
発
に
、
伊
丹
市
東

野
・
大
野
地
区
の
農
家
が
成
功
し
た
。
こ
の
よ
う
な
サ
ク
ラ
盆
栽
の
開
発
は

全
国
で
も
初
め
て
と
み
ら
れ
る
。
日
本
３
大
苗
木
産
地
の
地
域
の
１
つ
で
高

い
接
ぎ
木
技
術
の
伝
統
を
持
つ
同
地
区
な
ら
で
は
の
快
挙
。
ウ
メ
輪り
ん

紋も
ん

病
被

害
か
ら
の
再
生
に
向
け
た
新
た
な
試
み
に
期
待
が
高
ま
る
。

サクラの盆栽に３色の花

緑
ケ
丘
公
園
の
梅
林
が
桜
の
丘
に

南京桃に代わる特産へ
　東野・大野で開発成功

伊
丹
の
苗
木
生
産
技
術
と
市
民
の
手
で
一
大
名
所
に
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自
然
を
守
り
育
て
る
会
」（
会
員
約
30
人
）。

活
動
は
、
昆
陽
池
で
の
ヨ
シ
原
の
再
生
、

絶
滅
が
危
惧
さ
れ
る
オ
ニ
バ
ス
の
保
護
増

殖
、ホ
タ
ル
の
再
生
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。

　

カ
ワ
ウ
の
被
害
に
よ
っ
て
樹
木
の
枯
死

が
深
刻
だ
っ
た
野
鳥
の
島
（
日
本
列
島
）

は
、
こ
の
10
年
の
植
栽
の
取
り
組
み
を
経

て
、
新
た
に
林
が
で
き
つ
つ
あ
る
。
植
え

る
木
は
ク
ヌ
ギ
の
ほ
か
、
猪
名
川
流
域
な

ど
周
辺
の
里
山
の
木
や
市
内
の
古
木
の
種

か
ら
育
て
た
地
域
産
の
苗
木
。
ヨ
シ
原
も

徐
々
に
で
は
あ
る
が
再
生
が
進
み
、
水
路

で
は
ホ
タ
ル
が
飛
び
交
う
な
ど
、
取
り
組

み
の
成
果
が
着
実
に
表
れ
て
い
る
。

　

伊
丹
市
が
、
生
物
多
様
性
に

優
れ
た
自
治
体
ラ
ン
キ
ン
グ
で
、

全
国
665
自
治
体
の
中
か
ら
神
戸

市
な
ど
３
市
と
と
も
に
１
位
に

選
ば
れ
た
。

　

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
リ
サ
ー
チ
＆
コ

ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
（
株
）
が
、
都

市
の
生
物
多
様
性
指
標

研
究
会
と
と
も
に
平
成

28
年
（
２
０
１
６
）
11

月
30
日
に
公
表
し
た
。

住
民
・
企
業
と
の
協
働
に
よ
り
調

査
や
計
画
の
進
行
管
理
な
ど
を

行
っ
て
い
る
点
が
評
価
さ
れ
た
。

　

市
民
活
動
で
特
に
大
き
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
の
は
、
平

成
18
年
か
ら
昆
陽
池
公
園
を
中

心
に
活
動
し
て
い
る
「
伊
丹
の

　

同
会
の
村
上
敦
子
副
会
長
は
伊
丹
で
農

業
に
携
わ
り
幼
い
こ
ろ
か
ら
自
然
に
親
し

ん
で
き
た
。「
自
然
に
触
れ
る
楽
し
さ
が

活
動
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
。
自
然
は
い
い

意
味
で
人
間
の
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
。

何
よ
り
い
ろ
ん
な
人
た
ち
と
一
緒
に
活
動

で
き
る
こ
と
で
き
る
こ
と
が
う
れ
し
い
」

と
話
す
。

　

こ
の
会
は
、
市
が
「
昆
陽
池
水
辺
環
境

再
生
検
討
委
員
会
」
を
設
置
し
た
の
が

き
っ
か
け
と
な
っ
て
発
足
。
委
員
に
は
、

そ
れ
以
前
か
ら
市
内
で
活
動
し
て
い
た
環

境
保
護
団
体
「
あ
ー
す
・
い
た
み
」
や
ラ

ス
タ
自
然
ク
ラ
ブ
の
参
加
者
が
選
ば
れ
、

自
然
保
護
に

長
く
関
わ
っ

て
い
る
人
も

多
い
。

　

ま
た
こ
の
活
動
に
は
、
住
友
電
気
工
業

伊
丹
製
作
所
や
尼
崎
信
用
金
庫
桜
台
支

店
・
鴻
池
支
店
な
ど
の
地
元
企
業
、
県
立

伊
丹
北
高
生
物
部
、市
立
伊
丹
高
生
物
部
、

有
岡
エ
コ
ク
ラ
ブ
、
国
際
ソ
ロ
プ
チ
ミ
ス

ト
伊
丹
な
ど
が
参
加
・
協
力
し
て
い
る
。

　

中
で
も
住
友
電
気
工
業
伊
丹
製
作
所

は
、
平
成
20
年
度
か
ら
延
べ
約
560
人
が
活

動
に
参
加
。
地
域
貢
献
と
し
て
何
か
で
き

な
い
か
と
市
へ
問
い
合
わ
せ
た
こ
と
が

き
っ
か
け
だ
っ
た
。
安
全
環
境
部
主
査
の

福
本
孝
宏
さ
ん
は
、「
夏
や
冬
は
大
変
な

作
業
で
す
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
と
触

れ
合
い
な
が
ら
の
活
動
は
、
企
業
に
と
っ

て
貴
重
な
機
会
で
す
」
と
話
し
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
市
民
活
動
な
ど
を
行
政
の
計

画
と
し
て
位
置
づ
け
、
平
成
26
年
３
月
に

策
定
さ
れ
た
の
が
「
生
物
多
様
性
い
た
み

戦
略
」
だ
。
伊
丹
に
残
さ
れ
た
自
然
環
境

を
市
民
と
と
も
に
再
生
・
保
全
し
て
い
く

と
い
う
考
え
方
が
基
に
な
っ
て
い
る
。

　

歴
史
あ
る
昆
陽
池
の
自
然
と
市
民
協
働

に
よ
る
長
年
の
自
然
保
護
活
動
、
そ
し
て

そ
れ
ら
を
い
ち
早
く
生
物
多
様
性
と
い
う

視
点
で
再
構
築
し
た
こ
と
が
今
回
の
結
果

に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

伊
丹
市
は
、
猪
名
川
と
武
庫
川
と
い
う

大
き
な
河
川
が
流
れ
自
然
公
園
も
比
較
的

多
い
。
自
然
に
触
れ
ら
れ
る
機
会
に
恵
ま

れ
た
ま
ち
だ
。
し
か
し
、
手
つ
か
ず
の
自

然
で
は
な
い
か
ら
こ
そ
、
植
物
や
生
物
の

あ
り
方
は
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
生
活

と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。

　

今
回
の
結
果
を
機
に
、
自
分
の
周
り
に

あ
る
自
然
を
も
っ
と
見
つ
め
て
み
た
い
。

（
丸
晴
子
）

外
か
ら
計
153
点
の
応
募
が
あ
っ
た
。

　

審
査
員
は
伊
丹
大
使
の
坪
内
稔
典
・
佛

教
大
名
誉
教
授
、
永
吉
雅
夫
・
追
手
門
学

院
大
教
授
、
中
周
子
・
大
阪
樟
蔭
女
子
大

教
授
の
３
人
。
宮
原
さ
ん
は
「
小
学
校
時

代
の
個
室
ト
イ
レ
で
の
些
細
な
エ
ピ
ソ
ー

ド
だ
が
、
人
生
に
お
け
る
『
一
発
逆
転
の

大
チ
ャ
ン
ス
』
は
身
近
に
あ
り
、
い
つ
の

間
に
か
ひ
っ
そ
り
と
訪
れ
る
も
の
だ
と
思

う
。
ト
イ
レ
は
我
慢
す
る
と
ろ
く
な
こ
と

が
な
い
こ
と
を
伝
え
た
い
」
と
話
し
て
い

た
。

　

秀
作
入
賞
者
は
、
愛
知
県
刈
谷
市
の
竹

内
祐
司
さ
ん
（
54
）、
神
戸
市
の
岸
節
子

さ
ん
（
62
）、
東
京
都
板
橋
区
の
一
ノ
瀬

明
男
さ
ん
（
60
）
の
３
人
。

　

大
賞
作
品
の
全
文
は
以
下
の
と
お
り
。

　
　
　
　
　

◇　
　
　
　
　

◇

　

小
学
校
の
頃
、
男
子
で
あ
れ
ば
大
ト
イ

レ
に
は
行
き
に
く
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

お
腹
が
弱
い
、
か
つ
、
家
が
学
校
か
ら
遠

い
私
は
、
い
つ
も
お
腹
が
痛
く
な
ら
な
い

よ
う
祈
り
な
が
ら
、
学
校
の
授
業
が
終
わ

る
と
、
そ
そ
く
さ
と
家
に
帰
っ
て
い
た
。

　

３
年
生
に
な
る
と
、
授
業
の
コ
マ
数
が

増
え
、
学
校
に
い
る
時
間
も
増
え
た
。
こ

の
時
初
め
て
大
ト
イ
レ
を
こ
っ
そ
り
使
う

よ
う
に
な
っ
た
。
い
や
、

使
わ
ざ
る
を
得
な
い
状

況
に
陥
っ
た
の
だ
。
当
時

は
、
大
ト
イ
レ
に
入
っ
て

い
る
こ
と
が
友
人
に
察

知
さ
れ
る
と
、
誰
で
あ
れ

み
ん
な
か
ら
、
か
ら
か
わ

れ
て
い
た
。
こ
れ
も
男
子

小
学
生
の
宿
命
な
の
か

も
し
れ
な
い
。

　

あ
る
日
、
い
つ
も
の
よ
う
に
大
ト
イ
レ

を
使
う
と
、
出
て
き
た
際
に
ク
ラ
ス
の
大

将
に
出
く
わ
し
て
し
ま
っ
た
。
教
室
に
入

る
と
早
速
、
私
が
大
ト
イ
レ
を
使
っ
て
い

た
こ
と
を
大
き
な
声
で
話
し
て
い
た
。
何

も
悪
い
こ
と
を
し
て
い
な
い
け
れ
ど
、
恥

ず
か
し
さ
で
委
縮
し
て
し
ま
う
。な
ぜ
か
、

私
を
見
る
友
人
の
目
が
憐
れ
み
を
浮
か
べ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

翌
週
、
ま
た
お
腹
が
痛
く
な
っ
た
。
今

度
は
友
人
に
察
知
さ
れ
な
い
よ
う
、
６
年

生
の
階
で
大
ト
イ
レ
に
入
っ
た
。
こ
っ
そ

り
後
を
つ
け
ら
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
ト

イ
レ
か
ら
出
る
と
、
ま
た
大
将
が
部
下
を

ひ
き
つ
れ
て
私
を
指
さ
し
笑
っ
て
い
る
。

「
ま
た
、
こ
い
つ
大
ト
イ
レ
に
入
っ
と
る

ん
か
。」
み
ん
な
の
笑
い
声
が
ト
イ
レ
に

響
く
。
そ
の
時
、
隣
の
大
ト
イ
レ
で
水
が

流
れ
る
音
が
す
る
や
い
な
や
ド
ア
が
空

き
、身
体
の
大
き
な
６
年
生
が
出
て
き
た
。

す
る
と
、突
然
大
将
の
胸
倉
を
つ
か
ん
だ
。

洗
っ
て
い
な
い
そ
の
手
で
。「
お
前
は
、

一
回
も
大
ト
イ
レ
に
入
っ
た
こ
と
は
な
い

ん
だ
な
？
」「
い
え
、あ
り
ま
す
。」「
じ
ゃ

あ
、
い
ち
い
ち
大
ト
イ
レ
に
入
っ
た
く
ら

い
で
、
う
る
さ
く
す
る
な
よ
。」
大
将
が

思
い
っ
き
り
壁
に
た
た
き
つ
け
ら
れ
た
。

　

そ
の
日
か
ら
、大
ト
イ
レ
に
入
っ
て
も
、

か
ら
か
わ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
り
、
周
囲

か
ら
「
お
前
の
お
陰
で
、
安
心
し
て
大
ト

イ
レ
に
行
け
る
。」
と
い
う
変
な
感
謝
を

さ
れ
た
。
こ
れ
を
機
に
友
人
が
増
え
た
私

は
、
す
っ
か
り
自
信
を
つ
け
、
６
年
生
時

に
は
「
大
ト
イ
レ
番
長
」
と
し
て
学
校
に

君
臨
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
と
ば
蔵
は
こ
の
ほ
ど
、「
一
発
逆
転

の
大
チ
ャ
ン
ス
」
を
テ
ー
マ
に
募
集
し
て

い
た
「
日
本
一
短
い
自
分
史
」
の
大
賞
に

東
京
都
千
代
田
区
の
会
社
員
、
宮
原
佑
介

さ
ん
（
28
）
の
作
品
「
大
ト
イ
レ
番
長
」

を
選
ん
だ
。

　

日
本
一
短
い
自
分
史
の
募
集
は
平
成
25

年
度
か
ら
始
ま
り
、
今
回
が
４
回
目
。
今

回
は
昨
年
９
月
１
日
か
ら
募
集
し
、
市
内

市
民
と
企
業
、
行
政
が
協
力
し
合
う

　
「
城
の
美
は
天
守
に
極
ま
る
」
と
言
わ
れ
る

が
、
そ
の
天
守
（
天
主
）
は
、
長
い
間
、
伊
丹

氏
が
造
っ
た
伊
丹
城
が
日
本
歴
史
の
初
見
と
さ

れ
て
き
た
。

　

そ
れ
が
突
然
、
否
定
さ
れ
た
の
だ
。
何
故

か
。

　

江
戸
後
期
の
国
学
者
・
塙
は
な
わ

保ほ

己き

一い
ち

（
１
７
４
６
～
１
８
２
１
）
が
、
幕
府
の

後
ろ
盾
を
得
て
編
纂
し
た
「
群ぐ
ん

書し
ょ

類る
い

従じ
ゅ
う」

（
１
７
７
９
～
１
９
０
９
）
と
い
う
書
物

は
、我
が
国
の
古
書
を
集
編
・

合
刻
し
た
集
大
成
の
叢
書
で

学
術
研
究
に
多
大
の
貢
献
を

し
て
い
る
。

　

そ
の
中
に「
細
川
両
家
記
」

と
い
う
室
町
時
代
の
書
物
が

載
る
。
両
家
記
は
、
京
都
を

中
心
に
将
軍
を
補
佐
す
る
管

領
家
の
お
家
争
い
を
描
い
た

戦
記
物
で
あ
る
。

　

実
は
そ
の
本
に
伊
丹
城
の

天
守
記
事
が
あ
っ
た
。「
伊

丹
但
馬
守
、
野
間
豊
前
守
の

二
人
の
武
将
が
、
城
の
四
方

の
木
戸
を
閉
じ
て
家
々
に
火

を
放
ち
、
天、

守、

で、

切、

腹、

し、

た、

」（
１
５
２
０
）、
と
書
か
れ
て
い
る
の

だ
。
こ
れ
を
根
拠
に
長
い
間
、
日
本
史
は

伊
丹
城
を
天
守
の
初
見
と
し
て
認
め
て
き

た
。

　

今
の
よ
う
な
印
刷
技
術
が
な
か
っ
た
昔

は
、
書
物
は
み
ん
な
原
本
を
書
き
写
す
写

本
で
広
め
ら
れ
た
。
昭
和
50
年
代
に
な
っ

て
、
あ
る
学
者
が
群
書
類
従
の
「
細
川
両

家
記
」
の
過
去
の
写
本
を
丹
念
に
調
べ
上

げ
た
。
す
る
と
古
い
年
次
ほ
ど
「
主
殿

（
し
ゅ
て
ん
）
で
切
腹
」
と
書
か
れ
、
あ

る
時
期
か
ら
「
天
守
」
に
間
違
っ
て
写
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
「
主
殿
」
は
、
館
の
意
と
さ
れ
る
。
今

は
天
守
の
意
味
が
改
め
て
論
議
さ
れ
、
織

田
信
長
が
築
い
た
安
土
城
（
１
５
７
６
）

が
確
実
な
最
初
の
例
と
さ
れ
て
い
る（「
サ

ラ
イ
～
城
と
武
将
と
城
下
町
」
２
０
１
２

年
８
月
小
学
館
発
行
）。

　

歴
史
は
ミ
ス
テ
リ
ー
で
あ
る
。

（
郷
土
史
研
究
家
　
森
本
啓
一
）

郷
土
史

  

こ
ぼ
れ
話

15

「日本初の天守は伊丹城」が消えた！
 そのミステリーを追う

寛文 9年（1669）伊丹郷町絵図 部分（伊丹市立博物館所蔵）
「本丸」の南側に「天守土台」があったとされる記載がある

小学１年時の宮原さん

第４回
日本一短い自分史
大賞に千代田区の宮原さん　
「大トイレ番長」

生
物
多
様
性
の
取
り
組
み

伊
丹
市
が　
全
国
１
位
に
！

昆
陽
池
の
「
野
鳥
の
島
」
で
外
来
植
物
を
駆
除
す
る
市
民
ら
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で
巨
人
の
坂
本
勇
人
内
野
手
（
28
）
が
主

力
選
手
と
し
て
出
場
、
日
本
を
４
強
に
導

い
た
。

　

坂
本
選
手
は
小
学
校
６
年
間
、
米
大

リ
ー
グ
・
ヤ
ン
キ
ー
ス
の
田
中
将
大
投
手

（
28
）
と
と
も
に
昆
陽
里
タ
イ
ガ
ー
ス
で

プ
レ
ー
。
青
森
の
光

星
学
院
高
（
現
八
戸

学
院
光
星
高
）
時
代

に
春
の
セ
ン
バ
ツ
に

出
場
、
ド
ラ
フ
ト
１

位
で
巨
人
に
入
団
し

た
。
昨
年
、
遊
撃
手

と
し
て
は
セ
・
リ
ー

グ
初
の
首
位
打
者
と

な
る
快
挙
を
成
し
遂

げ
た
。

　

坂
本
選
手
を
よ
く

　

３
月
に
行
わ
れ
た

野
球
の
国
別
世
界
一

を
決
め
る
「
ワ
ー
ル

ド
・
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
・

ク
ラ
シ
ッ
ク
（
Ｗ
Ｂ

Ｃ
）」
に
本
市
出
身

知
る
昆
陽
里
タ
イ
ガ
ー
ス
元
監
督
の
山
崎

三
孝
さ
ん
（
72
）
と
、チ
ー
ム
メ
ー
ト
だ
っ

た
松
村
昌
哉
さ
ん
（
28
）、
野
条
淳あ
つ

己み

さ

ん
（
28
）
に
当
時
を
振
り
返
っ
て
も
ら
っ

た
。

◇　
　
　
　

◇

　

山
崎
三
孝
さ
ん　

勇
人
は
小
学
校
入
学

直
後
、
昆
陽
里
タ
イ
ガ
ー
ス
の
デ
ビ
ュ
ー

戦
第
１
打
席
で
い
き
な
り
ヒ
ッ
ト
を
打
っ

た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
勇
人
は
左
利
き

だ
っ
た
の
で
す
が
、
右
投
げ
用
の
お
古
の

グ
ロ
ー
ブ
を
使
っ
て
い
る
う
ち
に
自
然
と

右
投
げ
に
な
り
、
バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
は
両
打

ち
に
。
小
学
校
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
レ
フ
ト

側
に
校
舎
が
あ
り
、
打
球
を
校
舎
に
当
て

よ
う
と
田
中
ら
と
競
い
合
う
う
ち
に
、
右

打
ち
が
得
意
に
な
っ
て
校
舎
３
階
の
窓
ガ

ラ
ス
に
当
て
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

小
学
校
最
後
の
県
大
会
の
準
決
勝
と
決

勝
が
行
わ
れ
る
最
終
日
、
勇
人
を
準
決
勝

の
先
発
投
手
に
指
名
し
ま
し
た
。
勇
人

は
決
勝
で
投
げ
た
い
と
拒
否
し
た
の
で

す
が
、
準
決
勝
を
勝
た
な
い
と
決
勝
に
は

進
め
な
い
と
説
得
し
納
得
し
て
く
れ
ま
し

た
。
決
勝
で
は
１
点
差
で
負
け
て
し
ま
い

ま
し
た
が
、
１
番
に
な
り
た
い
と
い
う
性

格
が
表
れ
た
出
来
事
で
し
た
。

　

勇
人
は
走
攻
守
の
３
拍
子
そ
ろ
っ
た
万

能
選
手
。
い
ず
れ
は
、
ト
リ
プ
ル
ス
リ
ー

（
打
率
３
割
以
上
・
本
塁
打
30
本
以
上
・

盗
塁
30
個
以
上
）
を
達
成
で
き
る
と
確
信

し
て
い
ま
す
。

　

松
村
昌
哉
さ
ん
・
野
条
淳
己
さ
ん　

勇

人
は
野
球
の
Ｔ
Ｖ
ゲ
ー
ム
で
も
練
習
後
に

し
て
い
た
サ
ッ
カ
ー
で
も
、
と
に
か
く
負

け
ず
嫌
い
。
小
学
６
年
時
に
投
票
で
キ
ャ

プ
テ
ン
に
選
ば
れ
、
人
一
倍
監
督
か
ら
叱

ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
常
に
先
頭
に
立
っ

て
チ
ー
ム
を
引
っ
張
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

２
年
前
に
巨
人
の
主
将
に
就
任
し
た
勇
人

が
、
チ
ー
ム
を
日
本
一
に
す
る
姿
を
見
た

い
。
そ
し
て
、
日
本
球
界
で
長
く
活
躍
し

て
、
史
上
２
人
目
と
な
る
３
千
本
安
打
を

達
成
し
て
ほ
し
い
。

　

毎
年
春
に
な
る
と
本
市
で
は
、
伊
丹
ゆ
か
り

の「
日
米
友
好
の
桜
」を
記
念
し
た〝
桜
ス
イ
ー

ツ
〟
が
和
洋
菓
子
店
か
ら
販
売
さ
れ
る
。
そ
の

中
か
ら
、今
年
の
新
商
品
２
点
を
紹
介
し
た
い
。　

店
の
の
れ
ん
や
旗
、
の
ぼ
り
は
、
街
の

至
る
所
で
見
ら
れ
、
私
た
ち
に
は
身
近
な

存
在
だ
。
こ
れ
ら
を
製
造
販
売
す
る
、
い

わ
ゆ
る
染
め
物
屋
さ
ん
。
昔
は
、
藍
染
を

す
る
こ
と
か
ら
「
紺こ
う

屋や

」
と
も
呼
ば
れ
、

全
国
ど
の
町
に
も
１
軒
は
あ
っ
た
そ
う

だ
。

　

創
業
は
昭
和
52
年
（
１
９
７
７
）
だ

が
、
ル
ー
ツ
を
た
ど
れ
ば
、
明
治
34
年

（
１
９
０
１
）
創
業
の
大
路
光
染
工
場
に

さ
か
の
ぼ
る
。
そ
こ
か
ら
、
の
れ
ん
分
け

で
大
路
秀
染
工
場
が
発
足
、
さ
ら
に
同
工

場
か
ら
縫
製
部
門
と
営
業
部
門
を
の
れ
ん

分
け
し
て
も
ら
っ
て
事
業
を
始

め
た
。

　

創
業
当
初
は
認
知
度
が
低
く
、

看
板
屋
や
飲
食
店
な
ど
に
飛
び

込
み
で
営
業
回
り
を
続
け
た
。
製

造
現
場
に
は
パ
ソ
コ
ン
は
な
く
、

染
め
る
文
字
を
１
字
ず
つ
手
書

き
で
型
を
起
こ
し
て
い
た
。

　

創
業
者
は
現
会
長
の
大
路
康

宏
さ
ん
（
70
）
で
、
平
成
３
年

　

１
点
目
は
「
Ｓ
ｍ
ｉ
ｌ
ｅ
‐
Ｙ
ａ
ｍ 

す
み
れ
家
」
の
「
桜む
ら
さ
め

村
雨
た
る
と
」（
１

個
170
円
）
＝
写
真
右
。

　

塩
漬
け
に
し
た
桜
の
葉
を
刻
ん
で
こ

し
あ
ん
と
一
緒
に
練
り
、
白
あ
ん
と
米

粉
で
混
ぜ
て
蒸
し
た
村
雨
と
い
う
生
地

で
巻
い
て
あ
る
。
桜
の
花
で
デ
コ
レ
ー

シ
ョ
ン
さ
れ
、
見
た
目
の
か
わ
い
ら
し

い
和
菓
子
だ
。

　

歯
ご
た
え
の
あ
る
食
感
の
村
雨
に
ほ

ん
の
り
と
し
た
桜
風
味
の
あ
ん
と
塩
漬

け
し
た
桜
が
よ
く
調
和
し
て
い
る
。

　

店
内
の
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
に
は
、
こ
し

あ
ん
と
イ
ン
ゲ
ン
豆
を
別
々
に
炊
き
合

わ
せ
る
こ
と
で
食
感
も
楽
し
め
る
「
桜

ど
ら
焼
」（
１
個
150
円
）
な
ど
常
時
30

種
類
ほ
ど
の
菓
子
が
並
び
、
選
ぶ
の
に

迷
う
ほ
ど
だ
。

　

２
点
目
は
「
ケ
ー
キ
の
店
フ
ラ
ン

ダ
ー
ス
」
の
「
桜
の
オ
ム
レ
ッ
ト
」（
１

個
250
円
）
＝
写
真
左
。

　

桜
の
ピ
ュ
ー
レ
と
一
緒
に
炊
き
こ
ん
だ

白
あ
ん
と
、
桜
ペ
ー
ス
ト
を
ベ
ー
ス
に
し

た
プ
リ
ン
、
生
ク
リ
ー
ム
、
イ
チ
ゴ
が
ふ

わ
ふ
わ
の
生
地
に
包
ま
れ
て
い
る
。
ひ
と

口
食
べ
る
と
幸
せ
な
気
分
に
な
れ
る
洋
菓

子
だ
。
生
地
も
ほ
ん
の
り
桜
色
で
、
い
か

に
も
春
ら
し
い
。

　

店
内
に
は
他
に
も
「
苺
の
タ
ル
ト
」（
１

個
450
円
）
な
ど
春
ら
し
い
お
菓
子
が
並
ん

で
い
る
。

　

和
洋
二
つ
の
桜
の
お
菓
子
。
春
の
散
歩

や
ピ
ク
ニ
ッ
ク
の
お
供
に
も
っ
て
こ
い

だ
。

（
龍
田
起
代
子
）

Ｓ
ｍ
ｉ
ｌ
ｅ
‐
Ｙ
ａ
ｍ 

す
み
れ
家

　
鴻
池
５
丁
目
２
番
11
号

　
☎
072
・
772
・
０
７
７
２

ケ
ー
キ
の
店
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス

　
昆
陽
東
３
丁
目
１
番
５
号

　
☎
072
・
777
・
４
５
６
１

（
１
９
９
１
）、
市
議
会
議
員
に
初
当
選
し

た
と
き
、
２
代
目
の
周ち
か

宏ひ
ろ

さ
ん
（
44
）
に

経
営
を
譲
っ
た
。

　

代
表
的
な
商
品
は
、
祭
礼
用
の
法は
っ
ぴ被
、

の
ぼ
り
、祝
い
幕
、応
援
幕
、の
れ
ん
、チ
ー

ム
Ｔ
シ
ャ
ツ
、
看
板
な
ど
。
伝
統
的
な
染

め
の
技
法
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
顧
客
の

多
様
な
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
い
る
。

　

今
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
お
か
げ
で
阪

神
圏
外
か
ら
も
注
文
が
来
て
ネ
ッ
ト
で
打

ち
合
わ
せ
が
で
き
る
。
し
か
し
、
法
被
や

神
社
の
の
ぼ
り
な
ど
の
手
染
め
商
品
に
つ

い
て
は
、
顧
客
と
色
目
な
ど
の
仕
様
を
細

か
く
詰
め
て
い
く
作
業
を
大
事
に
し
て
い

る
。

　

広
告
媒
体
の
主
流
が
紙
か
ら
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
へ
と
移
行
し
、
近
い
将
来
、
紙
と

同
じ
く
布
も
需
要
が
減
っ
て
く
る
。
周
宏

さ
ん
は
「
デ
ザ
イ
ン
が
多
様
で
複
雑
化
す

る
中
で
、デ
ジ
タ
ル
技
術
を
磨
き
な
が
ら
、

伝
統
的
な
染
め
の
技
術
を
守
り
、
存
続
さ

せ
た
い
」
と
話
し
て
い
る
。（

辻
野
文
三
）

WBCで 4強日本チームの坂本勇人選手

有限会社 大
お お

路
じ

旗
は た

幕
ま く

伊丹市鋳物師２丁目２番
☎072－770－7061

桜
ス
イ
ー
ツ
和
洋
の
競
演

郷
土
土
産
品
紹
介

元
監
督
ら
が

小
学
生
時
代
を
語
る

　

明
治
元
年
（
１
８
６
８
）
以

来
、
代
々
、
猪
名
野
神
社
宮
司

を
務
め
る
津
田
家
の
５
代
目
、

義
行
さ
ん
の
次
女
と
し
て
生
ま

れ
た
。
奇
遇
に
も
父
・
義
行
さ

ん
は
、
小
林
杖
吉
創
刊
の
「
伊
丹
公
論
」

第
２
号
（
１
９
３
６
年
発
行
）
の
「
現
代

人
物
風
景
」
に
猪
名
野
神
社
宮
司
と
し
て

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

神
職
の
家
の
者
と
し
て
国
学
の
勉
強
に

取
り
組
む
う
ち
、
自
身
も
歴
史
の
研
究
に

没
頭
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
女
学

校
時
代
の
課
題
で
家
紋
に
つ
い
て
調
べ
た

と
こ
ろ
、
津
田
家
紋
と
猪
名
野
神
社
の
神

紋
が
酷
似
し
て
い
る

と
い
う
偶
然
か
ら
、
家

柄
に
も
興
味
を
持
つ

よ
う
に
な
っ
た
。

　

戦
後
、
親
族
の
医
院

を
手
伝
う
た
め
伊
丹

を
離
れ
て
い
た
が
、
帰

郷
し
て
か
ら
は
猪
名

野
神
社
を
支
え
る
一

方
、
神
社
の
倉
庫
に

眠
っ
て
い
た
古
文
書

を
独
学
で
片
っ
端
か

ら
解
読
し
、
伊
丹
の

歴
史
に
光
を
当
て
て

い
っ
た
。

　

最
近
で
は
、
源
頼
朝
の
叔
父
に
あ
た
る

源
為
朝
が
伊
丹
に
一
宿
し
た
際
に
、
夢
の

お
告
げ
に
よ
り
そ
の
根
元
を
掘
り
起
こ
し

た
と
い
わ
れ
る
「
天
王
松
」
の
所
在
を
明

ら
か
に
し
た
。

　
「
こ
れ
ま
で
い
ろ
ん
な
方
が
文
献
や
情

報
を
提
供
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
私
は
恵
ま

れ
て
い
ま
す
」と
津
田
さ
ん
は
振
り
返
る
。

猪
名
野
神
社
の
近
く
に
暮
ら
し
、
炊
事
、

洗
た
く
、
庭
の
手
入
れ
も
す
べ
て
自
分
で

し
て
い
る
。
健
康
の
秘
訣
は
歩
く
こ
と
。

市
内
な
ら
た
い
て
い
の
場
所
へ
は
徒
歩
で

行
く
。

　

歴
史
の
研
究
を
し
て
い
る
と
き
が
一
番

楽
し
い
と
い
う
津
田
さ
ん
。
今
も
、
古
文

書
か
ら
得
ら
れ
た
情
報
を
ノ
ー
ト
に
ま
と

め
る
作
業
に
余
念
が
な
い
。
古
文
書
の
解

読
に
欠
か
せ
な
い
辞
書
は
、
す
り
切
れ
て

ボ
ロ
ボ
ロ
だ
。

　

津
田
さ
ん
は
「
こ
れ
か
ら
も
古
文
書
や

史
学
に
親
し
ん
で
研
究
を
続
け
、
後
世
に

伝
承
し
て
い
き
た
い
」
と
意
欲
を
燃
や
し

て
い
る
。　
　
　
　
　
　

（
辻
野
文
三
）

　

90
歳
を
超
え
て
も
な
お
現
役
の
郷
土
史

研
究
家
。
市
史
の
話
に
な
る
と
、
椅
子
か

ら
さ
っ
と
立
ち
上
が
る
や
い
な
や
、
自
宅

に
所
狭
し
と
並
ぶ
資
料
の
中
か
ら
最
適
な

も
の
を
取
り
出
し
、
解
説
を
始
め
た
。

伊丹の歴史に光を当て続ける

　郷土史研究家

津田 彰子さん（93）

風　

景

現
代
人
物

写真協力＝西田写真館

小学 3年時の坂本選手（右）と田中選手
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伊 丹 市 立 図 書 館 　 こ と ば 蔵

復 刊

「
鴨
」　

坪
内
稔
典　

選　
　

（
佛
教
大
学
・
京
都
教
育
大
学
名
誉
教
授
。

柿
衞
文
庫
也
雲
軒
塾
頭
）

最
優
秀
賞

　

と
ま
ら
な
い
か
っ
ぱ
え
び
せ
ん
鴨
の
寄
る

長
谷
川　

博
（
大
阪
府
高
槻
市
）

　

か
っ
ぱ
え
び
せ
ん
は
、
も
し
か
し
た
ら
カ
モ
の
餌
と
し
て
持
っ
て
き
た
の

か
も
。
カ
モ
に
や
る
前
に
食
べ
始
め
た
ら
止
ま
ら
な
く
な
っ
た
。
カ
モ
た
ち
、

心
配
し
て
ぞ
ろ
ぞ
ろ
集
ま
っ
て
く
る
感
じ
。
お
か
し
く
て
楽
し
い
句
だ
。

優

秀

賞

ミ
コ
ア
イ
サ
・
キ
ン
ク
ロ
ハ
ジ
ロ
み
ん
な
鴨 

　

屋
部
き
よ
み 

（
伊
丹
市
）

ス
キ
ッ
プ
は
出
来
な
い
け
れ
ど
鴨
に
会
う 
　

平　

き
み
え 

（
伊
丹
市
）

日
曜
日
晴
れ
鴨
を
見
に
来
ま
せ
ん
か 
　

小
松　

房
子 

（
伊
丹
市
）

給
餌
係
の
長
靴
つ
つ
く
鴨
一
羽 

　

渡
邉　

美
保 

（
伊
丹
市
）

鴨
鍋
や
娘
の
彼
は
左
利
き 

　

藤
田　

晋
一 

（
宝
塚
市
）

「
贈
り
物
」　

尾
崎
ま
ゆ
み　

選　
　
　

（「
玲
瓏
」
選
者
。
神
戸
新
聞
文
芸
短
歌
選
者
。

現
代
歌
人
協
会
会
員
）

最
優
秀
賞

発
送
は
四
百
年
前
船
乗
り
を
北
へ
導
く
光
が
届
く

須
磨　

蛍
（
神
奈
川
県
鎌
倉
市
）

　

一
番
素
敵
な
贈
り
物
は
何
だ
ろ
う
と
、
そ
れ
ぞ
れ
真
剣
に
考
え
ら
れ

た
か
ら
だ
ろ
う
、
素
敵
な
作
品
ば
か
り
だ
っ
た
。
ど
れ
も
輝
い
て
い
た

の
が
、
今
回
は
ポ
ラ
リ
ス
を
。
四
三
三
年
前
、
つ
ま
り
私
た
ち
は
だ
れ

も
生
ま
れ
て
な
い
時
代
の
光
を
今
浴
び
て
い
る
！

優

秀

賞

酔
ふ
度
に
贈
与
税
な
ど
気
に
す
る
な
遺
す
も
の
な
ど
無
い
と
笑
む
父

 

小
田　

虎
賢 

（
明
石
市
）

大
根
の
帰
宅
の
ド
ア
に
吊
さ
れ
て
友
の
笑
顔
の
残
る
玄
関

 

小
田　

慶
喜 

（
明
石
市
）

泣
き
笑
い
し
て
い
た
日
々
も
愛
お
し
く
贈
り
物
だ
ね
子
育
て
の
日
々

 

松
井　

幸
子 

（
山
形
県
鶴
岡
市
）

春
一
番
吹
い
て
お
腹
の
声
を
聞
く
聖
母
の
様
な
後
ろ
姿
で

 

須
山　

恵
美 （
神
奈
川
県
横
須
賀
市
）

母
親
は
米
と
み
か
ん
を
父
親
は
本
を
一
冊
次
男
の
た
め
の

 

近
藤　

き
つ
ね 

（
群
馬
県
高
崎
市
）

次回の兼題は、俳壇は「青田」、歌壇は「パン」とします。応募は１人各１作品、自作未
発表作品に限る。応募締切は、来年４月 日（必着）。最優秀賞には図書券千円進呈。左
のＱＲコードを利用すると、ケータイからも応募できる。問い合わせは、ことば蔵へ。

伊
丹
俳
壇

伊
丹
俳
壇

伊
丹
歌
壇

伊
丹
歌
壇
れ
い
ろ
う

▼
酉
年
は
酒
の
年

　

今
年
は
酉と
り

年
。
こ
の
「
酉
」
と
い
う
字

は
徳
利
の
形
か
ら
来
た
象
形
文
字
で
、
水

を
意
味
す
る
、
さ
ん
ず
い
が
合
わ
さ
っ
て

「
酒
」
と
い
う
字
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
十
二
支
は
そ
れ
ぞ
れ
の
月

を
表
し
て
い
る
。

　

10
番
目
の
酉
の
月
は
酒
造
り
の
季
節
と

い
う
こ
と
か
ら
、
鳥
で
は
な
く
酉
の
字

が
使
わ
れ
た
と
も
言
わ
れ
、「
日
本
酒
の

日
」
は
そ
の
酉
の
月
で
あ
る
10
月
の
１
日

と
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
今
年

は
酒
の
年
だ
。
し
っ
か
り
酒
を
味
わ
い
ま

し
ょ
う
♪

▼
常
連
の
ご
と
く
ふ
る
ま
う

　

伊
丹
か
ら
は
遠
い
場
所
に
親
し
く
さ
せ

て
い
た
だ
い
て
い
る
お
店
が
あ
る
。一
見
、

バ
ー
だ
が
、
す
っ
か
り
く
つ
ろ
げ
て
つ
い

長
居
し
て
し
ま
う
お
店
。
拙
者
が
訪
ね
た

の
は
４
回
な
の
に
、
２
回
目
か
ら
は
名
前

に
「
ち
ゃ
ん
」
づ
け
し
て
呼
ん
で
く
だ
さ

る
。

　
「
は
い
、
お
つ
ま
み
あ
が
っ
た
よ
」
と

カ
ウ
ン
タ
ー
の
向
こ
う
か
ら
声
を
か
け
ら

れ
る
と
、
拙
者
が
運
び
、
日
本
酒
は
勝
手

に
飲
み
放
題
状
態
？
と
な
る
（
笑
）。
ホ

ン
ト
に
よ
く
飲
ま
せ
て
も
ら
っ
て
い
る

し
、
手
作
り
の
お
つ
ま
み
も
絶
品
！

　

こ
ん
な
お
店
が
遠
く
離
れ
た
地
で
持
て

る
と
い
う
の
は
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
。

（
と
き
わ
喜
多
）

　

伊
丹
に
は
、
緑

が
美
し
く
歴
史
の

息
吹
を
感
じ
さ
せ

る
道
も
多
い
。
市

が
作
成
し
た
「
い

た
み
ウ
ォ
ー
キ
ン

グ
マ
ッ
プ
」や「
伊

丹
散
策
マ
ッ
プ
シ

リ
ー
ズ
」
な
ど
を

参
考
に
、
こ
と
ば

蔵
を
起
終
点
と
し

た
春
の
ウ
ォ
ー
キ

ン
グ
に
ぴ
っ
た
り

の
コ
ー
ス
を
自
分

で
設
定
し
歩
い
て
み
た
。

　

◆
往
路　

こ
と
ば
蔵
の
す
ぐ
北
に
あ
る

猪
名
野
神
社
の
西
側
を
回
り
北
へ
進
む

と
、
伊
丹
緑
道
へ
出
る
。
木
々
や
竹
の
緑

が
美
し
く
、
散
歩
や
ジ
ョ

ギ
ン
グ
を
楽
し
む
人
が
多

い
。
左
手
に
緑
の
崖
、
右

手
に
産
業
道
路
を
見
下
ろ

せ
る
。
吉
田
茂
の
片
腕
と

言
わ
れ
た
白
洲
次
郎
邸
の

屋
敷
跡
を
示
す
案
内
碑
も

あ
っ
た
。

　

伊
丹
坂
ト
ン
ネ
ル
の
上

に
は
ち
ょ
っ
と
し
た
展
望

台
が
あ
り
、
眺
め
を
楽
し

め
る
。
北
へ
進
む
と
「
伝

和
泉
式
部
の
墓
」
の
案
内

板
が
あ
る
が
、
今
回
は
ス

ル
ー
し
て
伊
丹
坂
へ
到
着

（
右
下
地
図
①
）。
旧
西
国

街
道
と
交
差
し
た
と
こ
ろ

に
あ
る
。

　

伊
丹
緑
道
は
、
こ
の
先

の
国
道
171
号
で
途
切
れ
る
と
思
い
き
や
、

実
は
そ
の
北
側
に
あ
る
緑
ケ
丘
公
園
ま
で

続
く
。
猪
名
野
神
社
か
ら
約
１
・
２
キ
ロ

に
及
ぶ
貴
重
な
緑
の
散
歩
道
だ
。

　

◆
帰
路　

緑
ケ
丘
公
園
を
出
て
再
び
国

道
171
号
を
渡
り
、
駄
六
川
沿
い
の
道
を
下

る
。
江
戸
時
代
、
伊
丹
の
名
酒
を
江
戸
へ

運
ぶ
船
の
往
来
が
盛
ん
だ
っ
た
川
だ
。
途

中
、ゴ
ム
製
の
可
動
堰ぜ
き

が
あ
り
（
②
）、「
ラ

バ
ー
ダ
ム（
空
気
式
）」と
書
か
れ
て
い
た
。

ど
う
動
く
の
か
見
て
み
た
い
も
の
だ
。

　

産
業
道
路
を
越
え
、
さ
ら
に
駄
六
川
沿

い
を
下
り
、
旧
西
国
街
道
と
の
交
差
点
で

右
（
西
）
に
曲
が
る
と
、
今
度
は
旧
西
国

街
道
と
旧
多
田
街
道
の
交
差
点
に
旧
摂
津

国
の
中
心（
へ
そ
）を
示
す「
辻
の
碑
い
し
ぶ
み」（
③
）

が
あ
る
。
休
憩
場
所
も
あ
り
、
疲
れ
た
体

を
休
め
ら
れ
る
。

　

旧
多
田
街
道
を
南
へ
少
し
下
る
と
、
水

車
小
屋
（
④
）
が
見
え
る
。
こ
れ
は
大
正

時
代
ま
で
あ
っ
た
も
の
の
復
元
版
だ
が
、

稲
作
が
盛
ん
だ
っ
た
往
時
が
し
の
ば
れ

る
。

　

産
業
道
路
を
渡
り
、
伊
丹
緑
道
を
右
手

に
見
上
げ
な
が
ら
さ
ら
に
旧
多
田
街
道
を

下
っ
て
い
く
と
、
宮
ノ
上
公
園
が
あ
る
。

そ
の
奥
に
あ
る
階
段
を
上
る
と
緑
道
へ
戻

る
の
で
、
来
た
道
を
た
ど
り
、
こ
と
ば
蔵

へ
ゴ
ー
ル
。

　

距
離
に
し
て
約
４
キ
ロ
。
休
憩
し
な
が

ら
の
２
時
間
弱
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
発
見
も

あ
り
楽
し
か
っ
た
。
み
な
さ
ん
も
春
の
風

を
感
じ
な
が
ら
歩
い
て
み
て
ほ
し
い
。

（
細
尾
哲
也
）

　

70
歳
に
な
っ
た
と
き
、

役
所
か
ら
市
バ
ス
の
特
別

乗
車
証
が
送
ら
れ
て
き

た
。
う
わ
あ
、
う
れ
し
。

で
も
、ち
ょ
っ
と
待
て
よ
。

私
も
こ
ん
な
年
に
な
っ
た

と
い
う
こ
と
か
。
悲
し

い
。
で
も
よ
く
考
え
た
ら

う
れ
し
い
、
助
か
る
。
ア

リ
ガ
タ
イ
ア
リ
ガ
タ
イ
。

ま
ず
は
市
バ
ス
で
昆
陽
池

に
。
ハ
ク
チ
ョ
ウ
、カ
モ
、

ミ
ヤ
コ
ド
リ
を
見
に
行
っ

た
。

　

特
別
乗
車
証
を
持
っ
て

初
め
て
市
バ
ス
に
乗
っ
た

と
き
、
運
転
手
さ
ん
は
ど

ん
な
顔
を
さ
れ
る
の
だ
ろ

う
と
心
配
だ
っ
た
が
、
な

ん
の
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

あ
る
日
、
市
バ
ス
に

乗
っ
て
か
ら
特
別
乗
車
証

を
忘
れ
た
こ
と
に
気
づ
い

た
。す
ご
ー
く
悔
し
か
っ
た
。

と
同
時
に
210
円
の
小
銭
が
財

布
に
な
か
っ
た
。
こ
う
い
う

と
き
は
落
ち
着
け
な
い
も
の

で
す
ね
。
あ
わ
て
る
し
血
圧

は
上
が
る
し
。
こ
ん
な
と
き

は
、
恥
ず
か
し
い
や
ら
情
け

な
い
や
ら
、
自
分
の
こ
と
が

嫌
に
な
る
。

　

仕
事
に
行
く
と
き
も
往

復
、
市
バ
ス
に
乗
る
の
で
と

て
も
助
か
っ
て
い
る
。
１
日

に
３
、４
回
乗
る
こ
と
も
あ

る
し
。

　

今
朝
は
雨
。
バ
ス
に
乗
っ

て
出
か
け
よ
う
！
「
行
っ
て

き
ま
ー
す
」。「
い
っ
て
ら
っ

し
ゃ
い
」
と
い
う
人
は
い
な

い
け
ど
。

（
平
き
み
え
）

酔
後録

酔
後録

15杯目 

林やよい
伊丹市在住。毎日新聞兵庫版にイラ
ストエッセイ「くるまいすまいる」
を連載中。

木々を眺めながら散歩を楽しめる緑道

もらいました市バス特別乗車証
～悲しいけどうれしい

今年は酉年＝酒の年だ

春、歩くのが楽しい
ことば蔵起終点の

緑道＋αコースはいかが


